
書
　
評

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
斎
　
藤
　
　
　
　
正

（
一
）
　
わ
が
国
の
経
済
は
昭
和
四
一
年
度
財
政
を
基
盤
と
し
て
更
に
福
祉

国
家
と
し
て
の
先
進
国
水
準
へ
の
積
極
的
意
欲
を
見
る
の
で
あ
る
が
、

福
祉
国
家
の
一
つ
の
模
範
と
さ
れ
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
経
済
に
も
、
一
つ

の
大
き
な
問
題
が
存
し
て
い
る
。
そ
れ
は
資
源
配
分
の
効
率
的
機
能
と

所
得
分
配
機
能
の
間
の
圧
れ
き
で
あ
る
。
わ
が
国
の
現
段
階
で
は
比
較

的
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
こ
の
間
題
が
福
祉
国
家
制
度
に
よ
っ
て
は
解
決

さ
れ
な
い
財
産
所
得
の
不
平
等
の
問
題
で
あ
る
こ
と
、
先
進
諸
国
が
現

在
経
験
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
つ
ね
に
心
す
べ
き
こ
と
と
考
が
え
る
。
経

済
研
究
十
六
号
（
三
十
七
年
十
一
月
）
に
て
ラ
ン
プ
マ
ン
の
こ
の
方
面

に
関
す
る
研
究
の
紹
介
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
ミ
ー
ド
の
本
書
は

教
授
の
一
連
の
著
作
の
中
で
こ
の
財
産
不
平
等
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る

解
決
の
方
向
を
示
し
た
も
の
と
し
て
意
義
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
二
）
　
ミ
ー
ド
は
経
済
発
展
に
伴
な
い
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
化
し
、
労
働

　
　
　
書
　
　
　
評

力
に
代
わ
っ
て
機
械
が
優
位
を
占
め
る
社
会
経
済
に
お
い
て
生
ず
る
現

象
と
し
て
極
端
な
財
産
不
平
等
化
が
生
じ
、
福
祉
政
策
の
み
に
て
解
決

さ
れ
得
な
い
こ
と
と
な
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ミ
ー
ド
は
同
時
に
発

表
し
た
　
T
h
e

S
t
a
t
i
o
n
a
r
yE
c
o
n
o
m
y
に
基
本
的
に
資
源
使
用
の

経
済
的
効
率
と
所
得
分
配
均
等
の
関
係
を
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

経
済
資
源
の
効
率
の
最
適
化
は
生
産
物
の
取
引
の
最
適
化
、
生
産
の
極

大
化
、
職
業
選
択
の
最
適
化
、
能
力
の
最
適
発
揮
の
達
せ
ら
れ
る
シ
ス

テ
ム
を
指
し
、
い
わ
ゆ
る
価
格
の
自
由
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
経
済
を

想
定
し
て
出
発
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
所
得
分
配
の
不
均
等
と

の
圧
れ
き
を
生
ず
る
こ
と
が
指
適
さ
れ
、
本
書
は
か
か
る
矛
盾
、
圧
れ

き
を
如
何
な
る
型
で
リ
ラ
ッ
ク
ス
す
る
か
に
問
題
意
識
を
置
い
て
、
四

つ
の
種
類
の
経
済
制
度
、
す
な
わ
ち
、
労
働
組
合
国
家
、
福
祉
国
家
、

財
産
所
有
下
の
民
主
主
義
、
社
会
主
義
国
家
の
そ
れ
ぞ
れ
よ
り
財
産
分

配
均
等
化
の
方
策
を
考
察
す
る
の
で
あ
る
。

　
ミ
ー
ド
は
私
有
財
産
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
国
債
の
発
行
と
共
に

イ
ン
フ
レ
化
さ
れ
不
均
等
に
分
配
さ
れ
、
財
産
所
得
は
総
所
得
の
重
要

な
部
面
を
占
め
て
い
る
こ
と
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
既
に
財
産
の
平
等
化
お

よ
び
社
会
化
へ
の
手
段
を
追
及
し
て
止
ま
な
い
程
に
不
均
等
分
配
が
甚

だ
し
く
、
こ
の
救
済
手
段
と
し
て
、
現
在
の
福
祉
国
家
政
策
に
と
っ
て

代
わ
る
よ
り
む
し
ろ
こ
れ
を
補
完
す
る
こ
と
の
必
要
を
考
が
え
て
い

る
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
こ
の
問
題
は
単
に
仮
設
的
な
も
の
と
考
が
え

る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
ミ
ー
ド
は
次
の
方
法
を
提
案
し
て
い
る
。

一一-189一
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①
相
続
税
に
高
い
累
進
課
税
を
施
行
す
る

　
②
こ
の
相
続
税
と
同
じ
も
の
を
生
存
者
間
の
贈
与
に
適
用
す
る
こ
と

　
③
国
債
の
償
還
と
共
に
資
本
財
産
へ
累
進
課
税
を
行
な
う
こ
と
に
よ

　
　
り
、
次
第
に
実
質
的
に
国
家
財
産
を
増
や
し
て
ゆ
く
こ
と

　
④
利
潤
分
配
計
画
、
国
家
地
方
団
体
に
よ
る
借
家
人
へ
の
家
屋
の
分

　
　
割
購
入
制
度
適
切
な
投
資
ト
ラ
ス
ト
の
開
発
な
ど
の
制
度
の
推
進

　
　
こ
れ
ら
は
小
財
産
の
蓄
積
に
利
益
が
あ
る

　
⑤
教
育
の
開
発
、
平
等
な
能
力
あ
る
青
少
年
の
生
活
推
進
の
機
会
を

　
　
平
等
化
す
る

　
⑥
低
所
得
能
力
者
の
出
生
力
を
抑
え
る
こ
と
さ
ら
に
高
額
所
得
者
の

　
　
う
ち
子
供
な
き
も
の
に
高
い
税
率
を
課
す

　
こ
の
六
つ
の
計
画
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
社
会

構
造
を
変
革
し
得
る
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
か
か
る
同
様
の
方
策
を

求
め
て
い
な
い
が
、
こ
の
改
革
の
一
般
的
考
え
方
お
よ
び
実
践
を
求

め
、
財
産
所
有
の
問
題
こ
そ
自
由
世
界
の
な
か
で
、
最
も
重
要
な
関
心

の
一
つ
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
三
）
　
か
か
る
結
論
を
導
び
き
出
す
た
め
、
ミ
ー
ド
は
本
著
の
中
で
種
々

の
経
済
的
、
人
口
学
的
、
社
会
的
要
素
が
不
均
等
に
導
び
く
こ
と
を
平

易
な
説
得
に
よ
っ
て
論
を
進
め
て
い
る
。
い
ま
そ
の
若
干
の
ち
の
を
紹

介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ミ
ー
ド
の
経
済
政
策
選
択
に
お
け
る
必
要
条
件
は
（
１
）
資
源
を
非
自
発

的
失
業
に
浪
費
し
な
い
こ
と
。
（
２
）
不
足
資
源
は
完
全
に
効
率
的
方
法
で

用
い
る
こ
と
。
（
３
）
所
得
お
よ
び
富
の
分
配
は
適
切
に
あ
る
時
点
、
あ
る

社
会
の
市
民
に
行
な
わ
る
べ
き
こ
と
。
（
４
）
各
時
点
の
最
適
貯
蓄
水
準
を

達
成
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
本
書
で
は
（
２
）
（
３
）
に
つ
き
起
り
う
べ
き
不
調
和

を
取
り
扱
か
い
、
経
済
効
率
を
達
成
す
る
た
め
の
価
格
機
構
の
使
用
と

分
配
正
義
を
達
す
る
た
め
の
使
用
の
間
の
不
一
致
を
問
題
と
す
る
。
ミ

ー
ド
は
イ
ギ
リ
ス
の
例
に
よ
り
、
高
度
工
業
国
の
一
般
的
傾
向
を
説
明

す
る
が
、
こ
の
国
で
は
新
技
術
に
よ
る
設
備
能
力
向
上
と
共
に
労
働
力

人
口
の
規
模
の
変
化
と
共
に
教
育
投
資
が
増
大
し
、
か
く
て
実
質
賃
銀

率
お
よ
び
水
準
の
変
化
を
伴
う
。
す
な
わ
ち
、
労
働
の
限
界
生
産
力
が

低
く
、
平
均
生
産
高
の
高
い
と
き
、
効
率
基
準
で
支
払
わ
れ
る
賃
銀
は

実
質
所
得
の
小
部
分
と
な
り
、
他
は
利
潤
地
代
と
し
て
財
産
所
有
者
に

帰
し
、
財
産
は
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
更
に
不
均
等
に
所
有
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
。
分
配
の
ジ
レ
ン
マ
は
強
く
な
り
、
先
進
工
業
国
の
一

つ
の
問
題
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

（
四
）
　
第
二
章
（
二
七
頁
ー
三
四
頁
）
に
お
い
て
財
産
不
均
等
を
イ
ギ
リ

ス
の
例
に
て
取
扱
い
こ
れ
を
一
つ
の
理
論
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
説
明
す

る
。
そ
の
モ
デ
ル
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

９
は
労
働
収
益
に
皮
払
れ
る
総
個
人
所
得
の
割
合
、
｝
Ｉ
Ｑ
は
財
産
へ

の
割
合
。
い
ま
忿
は
最
高
所
得
階
層
１
％
へ
の
財
産
か
ら
の
総
所
得

の
割
合
。
ヽ
｝
を
同
じ
階
層
の
収
益
所
得
の
割
合
と
す
れ
ば
、
忿
ロ
ー

Ｑ
）
は
不
労
所
得
で
こ
の
階
層
に
属
す
る
個
人
所
得
の
比
。
ヽ
芯
は
労
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働
収
益
の
比
。
か
く
て
次
回
Ｉ
Ｑ
）
十
、
芯
又
は
の
こ
の
階
層
に
帰
す

る
総
個
人
所
得
の
比
で
こ
の
計
算
の
結
果
を
次
の
如
く
ま
と
め
て
い

る
。

　
ミ
ー
ド
が
こ
の
計
算
で
指
適
す
る
仮
設
は
、
労
働
収
益
力
は
教
育
訓

練
に
比
例
し
、
教
育
は
投
資
で
あ
り
一
種
の
資
本
財
産
で
あ
る
に
か
か

わ
ら
ず
、
こ
の
表
に
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
、
い
ま
イ
ギ
リ
ス
に

つ
い
て
こ
の
点
を
示
し
、
次
の
如
く
教
育
投
資
の
重
要
性
を
強
調
す

る
。
す
な
わ
ち
、

　
か
か
る
教
育
投
資
こ
そ
所
得
平
準
化
の
要
因
で
あ
る
わ
け
で
、
こ
の

点
か
ら
第
五
章
に
更
に
こ
の
問
題
を
追
及
す
る
と
共
に
理
想
的
社
会
を

検
討
す
る
。

（
五
）
　
こ
の
た
め
に
前
述
の
四
つ
の
可
能
な
社
会
を
考
察
す
る
。
労
働
組

合
国
家
の
特
長
を
最
低
賃
銀
制
の
型
で
と
ら
え
こ
れ
が
オ
ー
ト
メ
ー
シ

ョ
ン
と
如
何
な
る
関
係
に
て
可
能
性
が
あ
る
か
を
三
つ
の
場
合
に
つ
い

て
論
述
す
る
。
（
第
三
章
）
更
に
福
祉
国
家
に
つ
い
て
は
そ
の
特
長
を

簡
単
に
貧
者
の
所
得
を
直
接
間
接
に
補
助
す
る
富
裕
階
級
の
所
得
課
税

と
し
て
い
る
が
、
そ
の
欠
陥
と
し
て
、
（
１
）
高
い
累
進
課
税
を
必
要
と
し

経
済
活
動
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
逆
作
用
を
及
ぼ
す
危
険
と
（
２
）
財
産

所
有
者
の
平
準
化
に
役
立
た
な
い
点
を
あ
げ
て
い
る
。
（
第
四
章
）

　
か
く
て
私
有
財
産
所
有
の
下
で
民
主
主
義
を
実
施
す
る
に
つ
い
て
の

方
策
に
論
を
進
め
る
の
で
あ
る
。

　
第
一
に
混
合
経
済
で
何
故
財
産
の
不
均
等
が
甚
だ
し
い
か
に
つ
い

て
、
財
産
成
長
率
を
設
定
す
る
。
す
な
わ
ち

　
　
か
‥
Ｈ
ｙ
（
詐
十
Ｖ
ｉ
Ｋ
ｄ
／
Ｋ
。
　
ｋ
。
=
Ｓ
。
（
Ｅ
＾
十
ご
訪
忿
哨
‘

　
か
か
は
二
人
の
財
産
所
有
者
の
賃
銀
、
ご
ご
は
Ｋ
ｌ
Ｋ
ｎ
の
所
得

の
利
潤
率
、
従
が
っ
て
ご
凶
ご
ご
｀
ｐ
は
不
労
所
得
’
か
十
ざ
凶
ご

か
十
Ｖ
＾
Ｋ
．
は
そ
れ
ぞ
れ
労
働
所
得
十
不
労
所
得
。
０
1
０
０
を
貯
蓄
さ

れ
た
所
得
と
蓄
積
さ
れ
た
財
産
へ
つ
け
加
え
ら
れ
る
所
得
の
比
と
す
れ

ば
、
恥
（
か
十
ざ
お
ご
恥
（
か
十
ご
勿
）
は
二
つ
の
絶
対
増
。
こ
こ

で
や
Ｖ
訟
な
ら
均
等
化
傾
向
そ
の
逆
は
不
均
等
化
で
あ
る
。
ミ
ー
ド

は
£
ド
ざ
が
ゐ
な
る
財
産
成
長
率
へ
与
え
る
影
響
を
考
察
し
て
い
る
。

　
（
四
一
頁
―
四
六
頁
）

　
第
二
の
財
産
分
配
決
定
の
要
因
と
し
て
人
口
要
素
を
取
り
上
げ
る
。

第
一
に
の
べ
た
ざ
£
ｙ
瓦
は
子
供
を
生
み
、
こ
れ
が
成
長
す
る
に
伴
っ

て
変
化
す
る
。
こ
の
一
般
的
傾
向
は
婚
姻
ご
と
に
世
代
ご
と
に
平
等
化
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の
性
質
を
有
し
て
い
る
。
さ
ら
に
出
生
力
の
差
は
財
産
分
布
に
重
要
な

影
響
を
与
え
る
こ
と
を
説
明
す
る
。
出
意
力
は
均
等
化
不
均
等
化
の
二

つ
に
作
用
す
る
。
ミ
ー
ド
は
種
々
の
型
を
あ
げ
一
般
的
に
出
産
力
あ
る

も
の
は
貧
困
に
、
不
出
産
能
力
は
富
裕
と
な
り
、
財
所
有
へ
の
効
果
と

し
て
不
均
等
化
の
傾
向
を
指
適
す
る
。
次
に
こ
の
人
口
変
動
に
加
え

て
、
収
益
力
が
環
境
的
要
素
に
依
存
す
る
と
の
べ
る
。
本
書
で
興
味
あ

る
一
つ
の
論
証
は
、
大
財
産
と
高
い
収
益
力
と
教
育
の
正
の
相
関
の
仮

設
に
つ
い
て
で
あ
る
。
い
ま
バ
ー
ツ
卿
の
次
の
数
字
を
引
用
し
て
い

る
。

こ
の
数
字
に
よ
れ
ば
子
供
が
知
性
の
平
均
へ
の
回
帰
を
示
し
、
ミ
ー
ド

は
こ
の
仮
設
を
収
益
力
と
財
産
所
得
の
関
係
に
あ
て
は
め
、
平
均
へ
の

回
帰
そ
れ
自
体
は
財
産
所
得
の
分
布
の
均
等
化
と
解
釈
す
る
。
こ
の
場

合
収
益
力
を
う
る
投
資
と
し
て
の
教
育
の
役
割
を
重
視
し
、
高
等
教
育

の
開
発
こ
そ
均
等
化
の
重
要
な
方
法
で
あ
る
こ
と
を
力
説
す
る
。
（
五

八
ｌ
六
二
頁
）

　
更
に
財
産
所
得
分
配
へ
影
響
を
与
え
る
第
三
の
部
門
と
し
て
租
税
政

策
の
効
果
に
つ
い
て
論
述
す
る
。
（
五
二
―
五
八
頁
）

（
六
）
　
さ
て
以
上
の
諸
問
題
を
取
り
上
げ
、
財
産
所
得
の
形
成
を
聞
が
え

る
場
合
、
古
来
二
つ
の
立
場
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
ミ
ー
ド
の
主
張

す
る
ご
と
く
、
優
生
学
的
遺
伝
的
個
人
に
内
在
す
る
能
力
を
高
め
る
こ

と
に
よ
る
も
の
と
社
会
生
活
に
お
け
る
市
民
の
成
功
不
成
功
を
決
定
づ

け
る
も
の
と
し
て
社
会
環
境
に
求
め
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
の
両
者
の

媒
介
と
し
て
の
社
会
主
義
国
家
の
立
場
を
認
め
租
税
政
策
を
中
心
と
し

て
次
第
に
私
有
財
産
の
不
均
等
を
国
家
財
産
に
よ
り
切
り
替
え
る
方
向

が
一
つ
の
政
策
の
方
向
と
し
て
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。




